
3 はしがき

は
し
が
き

私
は
地
理
学
徒
の
一
人
で
す
。
地
理
学
は
何
か
を
モ
ノ
サ
シ
（
指
標
）
に
し
て
い
く
つ
か
の
地
域
を
比
べ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
が
固
有
に
持
つ
性
格
（
地
域
性
）
を
明
ら
か
に
す
る
科
学
で
す
。
私
は
四
〇
年
余
り
の
間
、
近

世
に
著
作
さ
れ
た
農
書
が
記
述
す
る
農
耕
技
術
を
モ
ノ
サ
シ
（
指
標
）
に
し
て
、
農
書
が
著
作
さ
れ
た
地
域
の
性

格
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、
三
河
国
で
近
世
に
著
作
さ
れ
た
農
書
を
使
っ

て
、
私
が
こ
れ
ま
で
お
こ
な
っ
て
き
た
諸
作
業
の
方
法
と
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
、
読
者
各
位
に
披
露
す
る

た
め
に
編
修
し
ま
し
た
。

四
〇
年
余
り
前
、
私
は
現
代
の
農
業
を
モ
ノ
サ
シ
（
指
標
）
に
使
っ
て
、
各
地
域
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
作

業
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
行
き
着
い
た
所
が
、「
日
本
の
農
耕
技
術
の
歴
史
の
中
で
、
今
の
農
業

を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
れ
ば
よ
い
か
」
の
疑
問
で
し
た
。

こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
あ
る
日
、
大
学
生
協
の
本
屋
に
古
島
敏
雄
著

『
日
本
農
学
史
』
と
い
う
表
題
の
本
が
置
い
て
あ
っ
た
の
で
、
書
架
か
ら
取
り
出
し
て
パ
ラ
パ
ラ
め
く
っ
て
い
く

と
、
近
世
の
章
は
「
農
書
」
と
称
す
る
史
料
を
使
っ
て
、
農
耕
技
術
の
発
展
過
程
と
地
域
性
が
わ
か
り
や
す
く
記

述
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
」
で
、
こ
れ
が
近
世
農
書
と
の
出
会
い
で
す
。

農
書
の
技
術
か
ら
地
域
性
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
を
お
こ
な
い
始
め
て
五
年
ほ
ど
過
ぎ
た
頃
に
、
愛
知
県
新
城
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Ⅰ
　
近
世
三
河
の
農
書
類
と
農
耕
技
術
の
水
準

◉
―――
農
書
に
つ
い
て

近
世
以
降
の
日
本
に
お
け
る
農
業
経
営
の
基
礎
単
位
は
、単
婚
家
族
か
ら
な
る
家
で
あ
っ
た
。
農
書
と
は
、個
々

の
農
家
ご
と
に
普
及
が
可
能
な
、
在
来
の
も
の
よ
り
進
ん
だ
営
農
技
術
を
普
及
さ
せ
る
か
記
録
す
る
た
め
に
著
作

さ
れ
た
、
個
別
経
営
の
た
め
の
農
耕
技
術
書
の
こ
と
で
あ
る
。
農
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
が
長
年

の
営
農
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
言
及
す
る
地
域
の
環
境
に
適
応
し
つ
つ
、
安
全
の
枠
内
で
最
大
の
収
穫
を
得
る
た

め
の
農
耕
技
術
を
記
述
し
た
、
経
験
科
学
書
で
あ
る
。
農
書
の
う
ち
、
近
世
に
著
作
さ
れ
た
農
書
を
近
世
農
書
と

呼
ぶ
。
そ
の
著
作
期
の
上
限
は
一
七
世
紀
後
半
と
さ
れ
て
お
り
、
近
世
後
半
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
の
著
作
数
が
多
い
。

な
ぜ
中
世
ま
で
は
農
書
は
著
作
さ
れ
な
か
っ
た
か
。
古
島
敏
雄
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
中
世
ま
で
は
生
産
力
の

発
展
が
集
団
的
な
慣
行
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
文
字
に
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
、
中
世
ま
で
は
文
字

を
書
け
る
人
が
少
な
か
っ
た
こ
と
、
風
土
の
異
な
る
中
国
農
書
の
翻
訳
で
は
説
き
え
な
い
要
素
を
日
本
の
農
業
は

持
っ
て
い
た
こ
と
の
三
点
を
あ
げ
て
い
る
。

近
世
に
入
る
と
、
農
書
が
著
作
さ
れ
る
条
件
が
揃
っ
て
く
る
。
中
世
ま
で
は
村
に
住
ん
で
農
民
を
支
配
し
て
い

た
小
領
主
層
が
、
近
世
に
な
る
と
城
下
に
移
住
し
た
た
め
に
、
領
主
と
農
民
が
直
接
向
か
い
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
、

4

市
図
書
館
が
所
蔵
す
る
、『
農の

う

業
ぎ
よ
う

時と
き

の
栞

し
お
り

』
と
い
う
表
題
の
手
書
き
本
と
出
会
い
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
三
河

国
平
坦
地
の
環
境
に
適
応
す
る
木わ

綿た

の
耕
作
法
を
、
宮み

や

崎ざ
き

安や
す

貞さ
だ

が
著
作
し
た
『
農の

う

業
ぎ
ょ
う

全ぜ
ん

書し
ょ

』
と
対
比
す
る
方
式

で
記
述
し
た
、
天
明
の
飢
饉
の
頃
に
著
作
さ
れ
た
農
書
で
し
た
。

『
農
業
時
の
栞
』
が
記
述
す
る
内
容
は
、
特
に
進
ん
で
も
遅
れ
て
も
い
な
い
、
中
進
地
の
農
耕
技
術
で
あ
る
こ

と
と
、
ど
の
よ
う
な
天
候
の
年
で
も
適
度
な
量
の
農
作
物
を
収
穫
す
る
た
め
の
技
術
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
で
し

た
。
前
者
は
三
河
国
の
農
耕
技
術
の
地
域
性
を
明
ら
か
に
で
き
る
デ
ー
タ
、
後
者
は
天
明
年
間
の
不
順
な
天
候
に

適
応
し
つ
つ
、
一
定
量
の
農
作
物
を
収
穫
す
る
た
め
の
技
術
の
内
容
が
わ
か
る
デ
ー
タ
で
す
。
農
書
研
究
を
お
こ

な
っ
て
い
る
仲
間
に
尋
ね
て
も
、
後
者
の
視
点
で
著
作
さ
れ
た
農
書
は
、
ほ
か
に
は
な
い
よ
う
で
す
。『
農
業
時

の
栞
』
に
つ
い
て
は
Ⅲ
と
Ⅳ
に
記
述
し
ま
す
の
で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。

こ
の
本
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
著
作
し
た
近
世
農
書
に
関
わ
る
六
冊
の
本
か
ら
、
三
河
国
の
地
域
性
を
説
明
で
き

る
農
耕
技
術
を
記
述
す
る
章
を
拾
い
出
し
、
刊
行
後
に
新
た
な
史
料
を
見
つ
け
た
り
、
内
容
が
適
切
で
な
い
記
述

が
あ
る
場
合
は
加
除
修
正
し
て
、
編
修
し
ま
し
た
。
こ
の
本
に
引
用
し
た
史
料
と
文
献
名
は
、
末
尾
に
掲
載
し
て

あ
り
ま
す
。

古
希
の
節
目
を
越
え
た
私
に
は
、
三
河
の
農
書
研
究
を
続
け
ら
れ
る
気
力
と
体
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
本
を

踏
み
台
に
し
て
、
三
河
の
農
書
研
究
を
始
め
る
若
者
が
現
れ
る
の
を
待
つ
こ
と
に
し
ま
す
。
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④
　
農
作
物
の
耕
作
技
術
を
記
述
し
て
い
る
こ
と

筆
者
が
知
る
限
り
、
三
河
国
に
住
む
人
が
著
作
し
た
か
、
著
作
し
た
と
推
察
さ
れ
る

農
書
お
よ
び
そ
れ
に
類
す
る
史
料
は
九
つ
あ
る
。
表
1
は
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、「
地
域
に
根
ざ
し
た
農
書
」
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
農
書
は
、『
農の

う

業
ぎ
ょ
う

時と
き

の
栞

し
お
り

』
と
『
農の

う

業
ぎ
ょ
う

日に
ち

用よ
う

集し
ゅ
う

』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
九
つ
の
史
料
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
い
て
記
述
内
容
の
特
徴
を
説
明
す
る
。
な
お
、
史
料
中
の
文
章
を
引
用
す
る
場
合

は
、
そ
の
末
尾
に
記
述
ペ
ー
ジ
を
記
載
す
る
。

『
百

ひ
ゃ
く

姓
し
ょ
う

伝で
ん

記き

』
は
、
近
世
農
書
の
中
で
も
古
い
時
期
に
著
作
さ
れ
た
農
書
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
個
々
の
農
家
の
営
農
の
規
範
に
な
る
農
書
と
地じ

方か
た

役
人
の
手
引
書
で
あ
る

地じ

方か
た

書し
ょ

の
性
格
を
併
せ
持
つ
史
料
で
あ
る
。『
百
姓
伝
記
』
は
、
著
者
が
言
及
す
る
地

域
の
範
囲
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
三
河
国
西
部
の
矢や

作は
ぎ

川が
わ

流
域
が
舞
台
で
あ
ろ
う

と
さ
れ
て
い
る
が
、そ
う
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
根
拠
は
な
い
の
で
、今
の
と
こ
ろ
『
百

姓
伝
記
』
は
「
地
域
に
根
ざ
し
た
農
書
」
で
は
な
い
。

『
農の

う

業
ぎ
ょ
う

時と
き

の
栞

し
お
り
』
は
、
細
井
孫
左
衛
門
宜よ

し

麻ま
ろ

が
長
年
の
作
物
の
試
験
栽
培
経
験
と

土
地
の
老
農
へ
の
聞
き
と
り
に
も
と
づ
き
、
木わ

綿た

作
を
中
心
に
、
三
河
国
の
風
土
に
適

応
し
た
農
耕
技
術
を
、
三
河
国
の
百
姓
た
ち
に
語
り
聞
か
せ
る
問
答
形
式
で
著
作
し
た

農
書
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
農
業
時
の
栞
』
は
先
に
あ
げ
た
四
つ
の
条
件
を
す
べ

【表1】三河国の農書および農事記録類一覧
史料名 著作地名 著者名 著作年 翻　刻

百姓伝記
農業時の栞
農業日用集
農民常心衛置事
浄慈院日別雑記
農業夜咄
徳作書
歳時記
地方用心集

矢作川下流域？
宝飯郡赤坂村
渥美郡吉田
北設楽郡下津具村
渥美郡羽田村
三河国？
額田郡切越村？
額田郡土呂村
三河国？

未詳
細井宜麻
鈴木梁満
村松与兵衛
三代の院主
未詳
未詳
伊奈可兵衛
未詳

1681-83
1785
1805
-1816
1813-86
未詳
1861
近世末
未詳

日本農書全集16, 17
日本農書全集40
日本農書全集23
早川孝太郎全集7
郷土研資料叢書9-13
近世地方経済史料4
岡崎市史史料19
岡崎地方史研究紀要12
愛知県史別巻

6

領
主
側
に
営
農
指
導
書
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
と
、
貢
租
の
村
請
制
に
よ
っ
て
村
役
人
層
の
筆
記
計
算
能
力
が
必

要
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
あ
げ
た
中
世
ま
で
は
農
書
が
著
作
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
う
ち
、
一
番
目
と

二
番
目
の
理
由
は
消
去
さ
れ
る
。

ま
た
、
近
世
後
半
は
既
存
耕
地
を
高
度
に
利
用
す
る
農
法
が
普
及
し
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
飯
沼
二
郎
は
、

発
展
段
階
が
異
な
る
農
法
間
の
較
差
が
大
き
か
っ
た
時
期
に
、
遅
れ
た
農
法
を
否
定
し
て
先
進
的
な
農
法
を
普
及

さ
せ
る
た
め
に
、
農
書
が
著
作
さ
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
中
国
農
書
の
思
想
と
書
式
を
一
部
に
は
継
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
性
格
に
適
応
し
た
農

耕
技
術
を
記
述
す
る
農
書
が
著
作
さ
れ
る
基
盤
が
構
築
さ
れ
た
。

◉
―――
三
河
の
農
書
と
営
農
記
録

筆
者
は
「
地
域
に
根
ざ
し
た
農
書
」
が
記
述
す
る
農
耕
技
術
か
ら
、
そ
の
舞
台
に
な
っ
た
地
城
の
性
格
を
明
ら

か
に
す
る
作
業
を
お
こ
な
っ
て
き
た
。「
地
域
に
根
ざ
し
た
農
書
」
と
は
、
個
々
の
農
家
ご
と
に
普
及
が
可
能
な

農
耕
技
術
を
記
述
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
、
次
の
四
つ
の
条
件
を
満
た
す
農
書
で
あ
る
。

①
　
著
者
は
長
年
の
営
農
経
験
を
踏
ま
え
て
著
作
し
て
い
る
こ
と

②
　
言
及
す
る
地
域
の
範
囲
が
明
ら
か
な
こ
と

③
　
言
及
す
る
地
域
へ
の
技
術
普
及
を
目
的
に
し
て
い
る
か
、
そ
れ
が
目
的
で
は
な
く
て
も
、
言
及
す
る
地
域

へ
の
技
術
普
及
が
可
能
な
こ
と


